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ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
（
そ
の
一
）

血
仙
畜
女
々
夕
憩
貝
7
丁

一
　
は
じ
め
に

萎
鷺
に
出
来
た
籔
開
の
；
『
伊
藷
』
は
、
成
立
以
来
輩
に
愛
読
さ
れ
、
お
び
た
だ
し
く
流
布
し
た
籠
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
本
文
も
諸
形
態
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
今
は
和
歌
二
〇
九
首
を
持
ち
、
一
二
五
段
か
ら
成
る
藤
原
定
家
書
写

本
を
底
本
と
す
る
場
合
が
多
い
。
　
（
注
1
）

そ
の
『
伊
勢
物
語
』
の
一
四
段
の
書
き
出
し
は
左
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

。
む
か
し
、
を
と
こ
、
み
ち
の
国
に
す
ず
う
に
行
き
い
た
り
に
け
り
。

〈
一
四
V

右
の
文
中
の
ス
ズ
呈
は
、
髪
動
詞
ス
ズ
・
ナ
リ
の
連
黒
が
劉
泥
し
た
語
で
、
用
誘
に
は
「
行
き
い
た
り
に
け
り
」
に
か
か
っ

て
い
る
・
鰐
に
は
・
心
の
欝
萎
に
は
・
き
り
し
た
昌
や
理
田
も
な
く
錫
す
る
墜
を
述
べ
て
い
て
、
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ

ら
と
」
「
漫
然
と
」
な
ど
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
よ
っ
て
、
一
文
は
「
昔
、
男
が
陸
奥
国
に
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
行
き
着
い
た
」
と



な
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
個
所
が
、
　
『
伊
勢
物
語
』
の
阿
波
国
文
庫
本
で
は
、
左
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
（
注
2
）

。
む
か
し
、
を
と
こ
、
み
ち
の
国
に
そ
ぞ
ろ
に
い
た
り
に
け
り
。

〈
一
四
V

こ
の
二
文
を
比
べ
て
み
る
と
、
微
妙
な
違
い
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
最
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、
一
目
瞭
然
、
ス
ズ
ロ
ニ
が
ソ
ゾ

ロ
ニ
に
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
の
他
、
中
古
お
よ
び
中
世
以
降
の
作
品
を
ひ
も
と
い
て
み
て
も
、
ス
ズ
ロ
が
出
て
来
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

ソ
ゾ
ロ
と
書
か
れ
た
例
に
行
き
当
た
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
ス
ズ
ロ
・
ソ
ゾ
ロ
の
違
い
は
つ
ま
り
同
じ
サ
行
の
ウ
段
音
と
オ
段
音
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
い
う
ウ
段
、

オ
段
の
交
替
は
左
に
記
す
よ
う
に
、
他
に
も
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
、
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
と
、
た
と
え
ば

イ
ヅ
ク
～
イ
ヅ
コ
（
何
処
・
ど
こ
）
、
ウ
コ
～
ヲ
コ
（
烏
溜
・
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
す
る
こ
と
）
、
カ
ル
シ
～
カ
ロ
シ
（
軽
い
）

タ
ク
ブ
ラ
～
タ
コ
ム
ラ
（
手
腓
・
手
の
筋
肉
の
ふ
く
ら
ん
だ
所
）
（
注
3
）
、
　
タ
ヅ
キ
～
タ
ド
キ
（
方
便
）

マ
ユ
～
マ
ヨ
（
眉
）
、
マ
ル
シ
～
マ
ロ
シ
（
丸
い
）
、
ワ
ル
シ
～
ワ
ロ
シ
（
悪
い
）

な
ど
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
ウ
段
音
と
オ
段
音
の
語
に
関
し
て
見
た
場
合
、
そ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
先
に
生
ま
れ
、
ど
ち
ら
が
後
か
ら
出
て
来
た

か
は
、
個
々
の
語
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
り
、
一
概
に
同
じ
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ス
ズ
ロ
・
ソ
ゾ
ロ
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
が
先
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
ま
た
、
意
味
・
用
法
か
ら
見

る
と
、
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
に
は
何
ら
か
の
相
違
が
存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
明
す
べ
く
、
今
号
以
後
、
こ
の
二
語
に
関
し
て
比
較
検
討
を
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
、
初
め
に
ス
ズ
ロ
、

続
い
て
ソ
ゾ
ロ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
調
査
結
果
の
あ
ら
ま
し
を
記
し
、
最
後
に
ま
と
め
て
比
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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ニ
　
ス
ズ
ロ

ス
ズ
ロ
は
上
代
に
は
そ
の
例
が
な
く
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
で
あ
る
。
以
下
、
便
宣
的
に
、
初
め
に
中

古
、
続
い
て
中
世
以
降
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
・
用
法
を
述
べ
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
☆
中
古

ま
ず
二
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
一
四
段
の
例
の
他
に
、
あ
と
三
例
ス
ズ
ロ
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
う

ち
一
例
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
先
の
例
と
よ
く
似
て
い
る
。

　
。
む
か
し
、
男
、
す
ず
う
に
陸
奥
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
い
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
一
一
六
V

右
の
例
は
一
四
段
の
場
合
と
酷
似
し
て
い
て
、
ス
ズ
ロ
ニ
を
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
と
訳
す
こ
と
で
何
の
問
題
も
な
い
。

続
い
て
、
『
伊
勢
物
語
』
に
見
え
る
あ
と
の
二
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
。
わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
、
い
と
暗
う
細
き
に
、
つ
た
か
へ
で
は
茂
り
、
物
心
ぼ
そ
く
、
す
ず
う
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ

　
　
ご
゜
°
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
九
V

　
　
O

　
。
こ
の
石
、
き
き
し
よ
り
は
見
る
は
ま
さ
れ
り
。
こ
れ
を
た
だ
に
奉
ら
ば
す
ず
う
な
る
べ
し
と
て
、
人
々
に
歌
よ
ま
せ
給
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
七
八
〉

右
の
う
ち
、
初
め
の
例
は
、
旅
人
が
自
分
の
こ
れ
か
ら
入
っ
て
行
こ
う
と
す
る
道
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
、
そ
こ
が
と
て
も
暗
く
て
細
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い
上
に
、
蔦
や
楓
が
茂
っ
て
、
何
と
な
く
心
細
く
ス
ズ
ロ
な
目
に
合
う
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
の
ス
ズ
ロ
は
こ
れ
ま
で
の

よ
う
な
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
と
い
う
解
釈
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
ス
ズ
ロ
は
、
自
分
の
予
期
し
た
こ
と
に
反
し
た
事

態
が
出
現
し
た
と
き
の
思
い
が
け
ぬ
い
や
な
感
じ
を
表
し
て
い
る
の
で
、
　
「
不
本
意
で
あ
る
」
　
「
と
ん
で
も
な
く
ひ
ど
い
」
と
訳
す
こ
と
が

出
来
る
。
二
番
目
の
七
八
段
の
例
は
、
献
上
す
る
石
が
前
か
ら
聞
い
て
い
た
の
よ
り
も
実
際
に
見
る
と
一
層
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
た
め
、

た
だ
そ
れ
だ
け
を
差
し
上
げ
る
の
は
ス
ズ
ロ
で
あ
ろ
う
と
言
う
こ
と
か
ら
、
人
々
に
歌
を
お
詠
ま
せ
に
な
っ
た
と
い
う
内
容
の
文
章
で
、
ス

ズ
ロ
は
「
不
本
意
で
あ
る
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
風
情
が
な
い
」
「
お
も
し
ろ
く
な
い
」
と
訳
し
た
方
が
適
当
で
あ
る
。

以
上
、
『
伊
勢
物
語
』
に
出
て
来
る
四
例
の
ス
ズ
ロ
は
意
味
的
に
三
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
を
仮
に
、
A
～
C
と
し

て
ま
と
め
て
み
る
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
。
　
（
注
4
）

A
・
…
（
目
的
や
理
由
が
な
く
、
心
の
赴
く
ま
ま
に
行
動
す
る
様
子
を
言
い
）
　
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
、
漫
然
と

B
。
…
（
予
期
に
反
し
て
い
や
な
事
態
が
生
じ
た
と
き
の
不
満
な
様
子
を
言
い
）
不
杢
恵
で
あ
る
、
と
ん
で
も
な
く
ひ
ど
い

C
・
…
（
し
っ
く
り
し
な
い
で
、
面
白
味
に
欠
け
る
様
子
に
つ
い
て
言
い
）

風
情
が
な
い
、
つ
ま
ら
な
い

引
き
続
い
て
、
他
の
中
古
の
作
品
で
は
、
ス
ズ
ロ
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
右
に
記
し
た
A
～
C
の
意
味
に
の
っ
と
っ

て
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
、
中
古
の
代
表
作
で
あ
る
『
枕
草
子
』
と
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
初
め
に
作
ロ
闘
響
察
を
し
、
そ
の

他
の
も
の
は
、
後
で
ま
と
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
『
源
氏
物
謹
盟
よ
り
も
い
く
ら
か
成
立
時
期
が
早
い
『
枕
草
子
』
か
ら
見
る
と
、
ス
ズ
ロ
は
計
一
四
例
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
『
伊
勢
物
語
』
に
出
て
来
た
A
～
C
と
同
じ
意
味
の
も
の
は
一
例
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
『
枕
草
子
』
に
最
も
多
く
出
て
来
る
ス
ズ

ロ
は
、
左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

53

。
木
々
の
木
の
葉
、
ま
だ
い
と
し
げ
う
は
あ
ら
で
、
わ
か
や
か
に
あ
を
み
わ
た
り
た
る
に
、
霞
も
霧
も
へ
だ
て
ぬ
空
の
け
し
き
の
、
な
に



と
な
く
す
ず
う
に
を
か
し
き
に
・

●

〈
五
〉
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右
は
、
四
月
の
葵
祭
が
行
わ
れ
る
頃
の
自
然
界
の
有
様
を
記
し
た
と
こ
ろ
で
、
木
の
葉
が
ま
だ
非
常
に
茂
っ
て
い
る
と
い
、
つ
程
で
な
く
、

み
ず
み
ず
し
く
青
み
わ
た
っ
て
い
る
時
分
に
、
　
（
春
の
）
霞
も
、
　
（
秋
の
）
霧
も
、
眼
を
さ
え
ぎ
ら
な
い
（
初
夏
の
）
空
の
様
子
が
、
何
と

な
く
ス
ズ
ロ
ニ
趣
（
お
も
む
き
）
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
清
少
納
言
が
盛
ん
に
用
い
た
ヲ
カ
シ
の
世
界
が
く
り
広
げ
ら
れ
て

い
て
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
、
ま
さ
に
そ
の
形
容
詞
ヲ
カ
シ
を
修
飾
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
ス
ズ
ロ
に
は
、
A
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ

ら
と
」
、
B
「
不
本
意
で
あ
る
」
、
C
「
風
情
が
な
い
」
の
ど
の
訳
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
ス
ズ
ロ
は
直
訳
す
る
と
、
　
「
わ
け

も
な
く
」
な
ど
の
訳
語
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
つ
ま
り
、
こ
こ
の
ス
ズ
ロ
は
、
こ
れ
と
言
っ
た
特
別
な
理
由
が
な
く
、
あ
る
方
同

へ
自
然
に
進
ん
で
行
く
状
態
、
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
『
枕
草
子
』
に
は
、
こ
の
種
の
ス
ズ
ロ
が
左
に
記
す
よ
う
に
、

五
例
見
え
る
。

。
木
立
な
ど
の
は
る
か
に
も
の
ふ
り
、
屋
の
さ
ま
も
高
う
、
け
ど
ほ
け
れ
ど
す
ず
う
に
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
。

。
内
裏
は
、
五
節
の
頃
こ
そ
、
す
ず
う
に
た
だ
な
べ
て
、
見
ゆ
る
人
も
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
れ
。

〈
七
八
〉

〈
九
二
V

。
「
御
産
た
ひ
ら
か
に
」
な
ど
げ
ん
げ
ん
し
げ
に
申
し
た
る
な
ど
、
す
ず
う
に
い
か
な
ら
ん
な
ど
、
お
ぼ
つ
か
な
く
念
ぜ
ら
る
か
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
一
二
〇
〉

。
七
日
に
ま
ゐ
り
給
へ
り
し
か
ば
、
い
と
う
れ
し
く
て
、
そ
の
夜
の
こ
と
な
ど
い
ひ
出
で
ば
、
心
も
ぞ
得
給
ふ
、
た
だ
、
す
ず
う
に
ふ
と

い
ひ
た
ら
ば
、
あ
や
し
な
ど
や
う
ち
か
た
ぶ
き
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
一
六
一
〉

。
そ
う
け
野
こ
そ
す
ず
う
に
を
か
し
け
れ
。

〈
一
六
九
V



こ
れ
ら
の
う
ち
、
三
例
は
、
連
用
形
ス
ズ
ロ
ニ
が
ヲ
カ
シ
（
も
し
く
は
ヲ
カ
シ
ウ
オ
ボ
ユ
）
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
か
か
り
方
は
最
初

に
挙
げ
た
五
段
の
例
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
も
、
七
八
段
と
一
六
九
段
は
、
自
然
界
の
様
子
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
点
で
も
五
段
と
酷
似
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
二
例
は
そ
れ
ぞ
れ
「
建
物
の
様
子
も
高
く
、
人
離
れ
は
し
て
い
る
が
、
何
と
な
し
に
趣
深
く
感
じ
ら
れ
る
」
「
そ
う
け
野

こ
そ
わ
け
も
な
く
お
も
し
ろ
い
」
と
部
分
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
、
ス
ズ
ロ
は
「
何
と
な
く
」
　
「
わ
け
も
な
く
」
の
意
味
に
な
る
。

ま
た
、
九
二
段
は
宮
中
で
い
つ
も
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
人
の
五
節
の
頃
の
様
子
を
ヲ
カ
シ
ク
感
じ
る
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ヲ
カ
シ

は
、
人
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
　
「
趣
深
い
」
　
「
お
も
し
ろ
い
」
よ
り
も
、
　
「
き
れ
い
だ
」
と
か
「
素
敵
だ
」
と
訳
し
た
方
が
ぴ
っ
た
り

す
る
。
そ
し
て
、
い
つ
も
の
人
が
、
な
ぜ
、
五
節
の
頃
に
ヲ
カ
シ
ク
思
わ
れ
る
の
か
は
、
と
り
わ
け
原
因
や
理
由
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
の

で
、
そ
の
ヲ
カ
シ
に
か
か
る
ス
ズ
ロ
ニ
は
、
や
は
り
「
何
と
な
く
」
「
わ
け
も
な
く
」
の
意
味
が
ふ
さ
わ
し
い
。
一
文
は
「
宮
中
は
、
五
節

の
頃
こ
そ
何
と
な
く
た
だ
も
う
、
い
つ
も
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
人
ま
で
、
き
れ
い
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
通
釈
出
来
る
。

残
る
二
例
に
つ
い
て
、
と
り
あ
え
ず
、
ス
ズ
ロ
ニ
の
使
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
解
釈
し
て
み
る
と
、
　
「
い
か
に
も
効
験
あ
ら
た
か
そ
う
に
申
し

た
の
な
ど
、
た
だ
わ
け
も
な
く
『
お
産
は
ど
う
だ
ろ
う
か
』
と
気
が
か
り
で
、
自
然
祈
り
た
く
な
る
も
の
だ
」
「
あ
の
夜
の
話
な
ど
言
い
出

し
た
ら
、
お
わ
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
何
と
な
く
い
き
な
り
言
っ
た
ら
『
妙
な
こ
と
だ
』
と
頭
を
か
し
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
な
る
。

こ
れ
ら
は
、
ス
ズ
ロ
ニ
が
形
容
詞
ヲ
カ
シ
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
、
念
ズ
・
言
フ
と
い
う
動
詞
を
修
飾
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
二
〇
段
の

念
ズ
に
は
、
自
発
の
助
動
詞
ラ
ル
が
付
き
、
念
ゼ
ラ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
特
に
理
由
も
な
く
自
然
に
祈
念
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、

ス
ズ
ロ
ニ
は
「
わ
け
も
な
く
」
の
意
に
と
れ
る
。
一
六
一
段
の
方
も
、
意
識
的
に
で
は
な
く
、
自
然
の
勢
い
で
急
に
言
っ
た
ら
ど
う
か
と
い

う
事
を
話
題
に
し
て
い
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
「
何
と
な
く
」
で
訳
す
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
考
察
を
加
え
て
来
た
『
枕
草
子
』
の
ス
ズ
ロ
六
例
は
、
　
「
は
っ
き
り
し
た
目
的
や
理
由
も
な
く
、
自
然
の
赴
く
ま
ま
に

進
ん
で
い
く
」
と
い
う
点
で
は
、
最
初
に
見
て
来
た
『
伊
勢
物
語
』
の
一
四
段
、
一
一
六
段
の
例
と
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ
、
『
枕
草
子
隔

の
場
合
に
は
、
ス
ズ
ロ
は
多
く
ヲ
カ
シ
と
い
う
形
容
詞
に
か
か
っ
て
い
た
。
ま
た
、
動
詞
の
場
合
に
も
、
念
ズ
．
言
フ
と
い
う
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
、
あ
ま
り
激
し
い
動
き
を
伴
わ
な
い
静
的
な
も
の
に
か
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
伊
勢
物
語
』
の
例
で
は
、
ス
ズ
ロ
は

行
キ
イ
タ
ル
・
マ
ド
ヒ
イ
ヌ
な
ど
行
動
の
顕
著
な
動
詞
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
と
言
っ
た
理
由
．
目
的
も
な
く

自
然
の
勢
い
に
任
せ
て
進
む
様
（
さ
ま
）
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
『
伊
勢
物
語
』
の
ス
ズ
ロ
は
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
、

一
方
、
『
枕
草
子
』
の
方
は
「
わ
け
も
な
く
」
の
意
味
に
な
る
。
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つ
ま
り
、

こ
こ
で
、

続
い
て
、

か
か
っ
て
行
く
語
の
違
い
に
よ
っ
て
、
ス
ズ
ロ
に
は
微
妙
な
意
味
の
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

『
伊
勢
物
語
』
に
は
出
て
来
な
か
っ
た
「
何
と
な
く
」
「
わ
け
も
な
く
」
と
い
う
新
し
い
意
味
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

残
る
『
枕
草
子
』
の
ス
ズ
ロ
八
例
の
う
ち
、
次
に
用
例
数
の
多
か
っ
た
も
の
は
、
左
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

。
頭
の
中
将
の
、
す
ず
う
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
、
い
み
じ
う
い
ひ
お
と
し
．

〈
八
二
〉

右
の
文
は
「
頭
の
中
将
（
藤
原
斉
信
）
が
、
　
（
私
二
関
ス
ル
）
い
い
加
減
な
噂
を
聞
い
て
、
ひ
ど
く
私
の
こ
と
を
け
な
し
．
．
．
」
と
訳

す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
は
、
ス
ズ
ロ
が
連
体
形
と
し
て
使
わ
れ
、
　
「
そ
ら
言
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
「
そ
ら
言
」
は
「
あ
り
も
し
な
い

作
り
ご
と
」
の
意
で
、
そ
れ
を
形
容
す
る
言
葉
と
い
え
ば
、
　
「
わ
け
も
な
い
」
よ
り
も
、
も
っ
と
意
図
的
な
「
い
い
加
減
な
」
「
で
た
ら
め

な
」
　
「
他
愛
も
な
い
」
な
ど
の
意
に
な
ろ
う
。
こ
の
種
の
も
の
は
、
『
枕
草
子
』
に
あ
と
四
例
見
え
る
。

。
一
夜
は
せ
め
た
て
ら
れ
て
、
す
ず
う
な
る
所
々
に
な
ん
率
て
あ
り
き
奉
り
し
。

。
さ
て
、
な
ど
と
も
か
く
も
御
返
り
は
な
く
て
、
す
ず
う
な
る
布
の
端
を
ば
つ
つ
み
て
賜
へ
り
し
そ
。

。
衣
な
ど
に
す
ず
う
な
る
名
ど
も
を
つ
け
け
ん
、
い
と
あ
や
し
。

〈
八
四
V

〈
八
四
〉

〈
一
三
四
〉

。
宮
の
辺
に
案
内
し
に
ま
ゐ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
さ
も
あ
ら
ず
は
、

せ
ん
、
仰
せ
ご
と
な
め
り
と
、
い
み
じ
う
を
か
し
。

う
た
て
あ
べ
し
と
思
へ
ど
、
な
ほ
誰
か
、

す
ず
う
に
か
か
る
わ
ざ
は

　
　
　
　
く
二
七
七
V

右
の
う
ち
、
初
め
の
三
例
は
、
ス
ズ
ロ
の
入
っ
て
い
る
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
「
い
い
加
減
な
所
々
」
「
他
愛
な
い
若
布
の
切
れ
端
」
「
で
た

ら
め
な
名
」
と
訳
せ
、
先
に
記
し
た
八
二
段
の
例
と
同
じ
く
、
ス
ズ
ロ
は
す
べ
て
連
体
形
と
し
て
使
わ
れ
、
す
ぐ
下
に
来
る
体
言
に
か
か
っ

て
い
る
。
よ
っ
て
、
意
味
・
用
法
共
に
ど
れ
も
よ
く
似
て
い
る
。
最
後
の
二
七
七
段
の
例
は
、
到
来
物
と
し
て
届
い
た
畳
に
つ
い
て
、
誰
が
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贈
り
主
な
の
か
、
作
者
が
思
案
す
る
と
こ
ろ
で
、
一
文
は
「
『
中
宮
様
の
辺
り
に
事
情
を
伺
い
に
あ
が
ら
せ
た
い
け
れ
ど
、
も
し
、
中
宮
様

か
ら
で
な
か
っ
た
ら
、
ば
つ
が
悪
い
だ
ろ
う
』
と
思
う
が
、
『
誰
が
い
い
加
減
に
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
。
や
は
り
中
宮
様
の
お
指
図

な
の
だ
ろ
う
』
と
、
と
て
も
興
味
深
い
」
と
な
る
。
ス
ズ
ロ
は
連
用
形
と
し
て
使
わ
れ
、
文
法
的
に
は
「
わ
ざ
は
せ
ん
」
の
「
せ
ん
」
に
か

か
っ
て
い
る
。
た
だ
、
意
味
的
に
は
む
し
ろ
、
「
か
か
る
わ
ざ
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
と
る
方
が
し
っ
く
り
す
る
。
す
な
わ
ち
、
中
宮
様
以

外
の
誰
が
こ
ん
な
い
い
加
減
な
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
、
半
ば
あ
き
れ
、
半
ば
魯
ん
で
い
る
作
者
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、

ス
ズ
ロ
は
「
い
い
加
減
」
と
も
、
「
も
の
ず
き
」
と
も
「
冗
談
半
分
」
と
も
訳
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
以
上
、
こ
れ
ら
五
例
の
ス

ズ
ロ
も
、
今
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
意
味
と
し
て
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
『
枕
草
子
』
に
は
、
他
に
ス
ズ
ロ
が
三
例
出
て
来
る
。
こ
れ
ら
は
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
も
の
と
、
ま
た
い
く
ら
か
意
味
が
違
っ

て
い
る
の
で
、
例
を
挙
げ
て
左
に
述
ぺ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

。
「
い
み
じ
う
め
で
さ
せ
給
ひ
け
る
」
な
ど
、
お
ほ
せ
ら
る
る
に
も
、
す
ず
う
に
汗
あ
ゆ
る
心
地
ぞ
す
る
。

〈
；
二
〉

。
人
よ
り
は
す
こ
し
に
く
し
と
思
ふ
人
の
、
お
し
は
か
り
ご
と
う
ち
し
、
す
ず
う
な
る
も
の
う
ら
み
し
、

わ
れ
さ
か
し
が
る
。

　
　
　
　
　
　
〈
一
二
一
V

・
人
の
妻
の
す
ず
う
な
る
物
怨
じ
し
て
か
く
れ
た
る
を
、
か
な
ら
ず
た
つ
ね
さ
わ
が
ん
も
の
ぞ
と
思
ひ
た
る
に
…
　
〈
一
二
五
V

初
め
の
例
は
「
円
融
院
の
時
代
に
三
位
の
中
将
が
歌
を
ほ
め
ら
れ
た
と
い
う
話
」
を
定
子
中
宮
か
ら
聞
い
た
清
少
納
言
が
、
自
ら
の
即
妙

の
才
を
た
め
さ
れ
た
の
と
思
い
合
わ
せ
、
　
「
冷
や
汗
の
流
れ
る
よ
う
な
思
い
を
し
た
」
と
い
う
場
面
で
、
そ
こ
に
ス
ズ
ロ
が
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
冷
や
汗
の
流
れ
方
は
普
通
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
程
度
を
越
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
の
ス
ズ
ロ
は
「
む
や
み
に
」

と
か
「
や
た
ら
に
」
と
訳
せ
る
よ
う
に
思
う
。
続
く
一
二
一
段
は
「
い
み
じ
う
心
づ
き
な
き
も
の
」
、
す
な
わ
ち
「
ひ
ど
く
気
に
く
わ
な
い

も
の
」
に
つ
い
て
述
べ
た
段
で
、
こ
こ
は
「
『
他
の
人
よ
り
少
々
心
に
く
い
』
と
思
う
人
が
、
当
て
推
量
で
物
を
言
い
、
ス
ズ
ロ
な
恨
み
言

を
言
っ
た
り
、
自
分
こ
そ
は
と
え
ら
ぶ
っ
た
り
す
る
」
こ
と
を
、
気
に
く
わ
な
い
も
の
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
次
の
＝
一
五
段
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は
「
む
と
く
な
る
も
の
」
、
つ
ま
り
「
何
に
も
な
ら
な
い
も
の
」
を
並
べ
た
段
で
、
一
文
は
「
人
妻
が
ス
ズ
ロ
な
嫉
妬
を
し
て
身
を
隠
し
た

と
き
、
夫
が
必
ず
探
し
ま
わ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
に
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
ス
ズ
ロ
は
「
む
け
も
な
く
」
と
か

「
何
と
な
く
」
と
訳
せ
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
む
や
み
に
」
も
し
く
は
「
や
た
ら
に
」
と
解
釈
し
た
方
が
い
い
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
ス
ズ
ロ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
も
の
う
ら
み
し
」
　
「
物
怨
じ
し
」
と
い
う
語
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
た
だ
の
「
う
ら
む
」

や
「
怨
ず
」
で
は
な
い
。
要
す
る
に
二
例
と
も
、
接
頭
語
「
も
の
」
が
付
い
た
形
で
使
わ
れ
、
そ
の
接
頭
語
自
体
に
す
で
に
「
わ
け
も
な
く
」

「
何
と
な
く
」
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
ス
ズ
ロ
は
「
も
の
う
ら
み
す
」
や
「
物
怨
じ
す
」
を
、

よ
り
強
め
た
言
い
方
と
と
り
、
　
「
む
や
み
に
」
と
か
「
や
た
ら
に
」
と
解
釈
し
た
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
『
枕
草
子
』
の
ス
ズ
ロ
一
四
例
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
『
伊
勢
物
語
』
に
は
出
て
来
な
か
っ
た
、
新
し
い

三
つ
の
意
味
の
存
在
が
考
え
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
。
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D
・
…
（
理
由
な
く
、
自
然
に
進
ん
で
行
く
状
態
、
気
持
ち
を
言
い
）

何
と
な
く
、
わ
け
も
な
く

E
。
…
（
出
任
せ
で
、
筋
が
通
ら
な
い
様
子
を
言
い
）

い
い
加
減
な
、
で
た
ら
め
な
、
他
愛
も
な
い

F
・
・
　
。
・

（
あ
る
べ
き
程
度
を
越
え
て
い
る
さ
ま
を
言
い
）

む
や
み
に
、
や
た
ら
に

続
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
ス
ズ
ロ
に
つ
い
て
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
記
し
た
A
～
F
の
意
味
の
順
に
、
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
六
つ
の
意
味
群
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
が
出
て
来
た
場
合
に
は
、
後
で
付
け
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
計
五
〇
例
の
ス
ズ
ロ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
ま
ず
A
の
ス
ズ
ロ
は
左
の
よ
う
に
三
例
出
て
来
る
。

。
日
も
暮
れ
に
け
れ
ど
、
す
ず
う
に
旅
寝
せ
ん
も
、
人
の
替
む
る
こ
と
や
と
あ
い
な
け
れ
ば
、
帰
り
給
ひ
ぬ
。

〈
早
蕨
V

。
誰
に
よ
り
て
、
か
く
す
ず
う
に
ま
ど
ひ
歩
く
も
の
に
も
あ
ら
な
く
に
と
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ひ
て
．
．

〈
東
屋
〉



O

【
母
君
ハ
】
例
の
家
に
も
え
行
か
ず
、
す
ず
う
な
る
旅
居
の
み
し
て
、
思
ひ
慰
む
を
り
も
な
き
に
．

●
　
　
■

〈
蜻
蛉
V

右
の
う
ち
、
　
「
東
屋
」
の
例
は
、
大
君
の
死
後
、
浮
舟
を
連
れ
て
宇
治
に
到
着
し
た
薫
の
独
白
の
部
分
で
、
「
自
分
が
こ
う
し
て
あ
て
も

な
く
あ
ち
こ
ち
さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
は
、
誰
の
た
め
で
も
な
い
の
に
（
大
君
ヘ
ノ
切
実
ナ
思
イ
ユ
エ
ナ
ノ
ダ
）
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。

そ
し
て
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
、
マ
ド
ピ
ア
リ
ク
と
い
う
、
は
っ
き
り
し
た
行
動
を
示
す
動
詞
を
修
飾
し
て
い
る
。
あ
と
の
二
例
も
「
旅
寝
」
「
旅

居
」
と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
行
動
的
な
言
葉
に
か
か
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
右
の
三
例
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
あ
て
も
な
く
、
心
の
赴

く
ま
ま
に
行
動
す
る
と
き
に
、
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
の
意
味
で
用
い
る
A
の
ス
ズ
ロ
と
と
る
こ
と
が
出
来
る
。

次
に
、
B
に
属
す
る
ス
ズ
ロ
は
、
左
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

。
も
の
お
ぼ
え
ぬ
心
に
ま
か
せ
つ
つ
、

べ
り
け
れ
。

山
林
に
入
り
ま
じ
り
、
す
ず
う
な
る
田
舎
人
に
な
り
な
ど
、

あ
は
れ
に
ま
ど
ひ
散
る
こ
そ
多
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
宿
木
V

右
は
、
光
源
氏
が
亡
く
な
っ
た
後
の
様
子
に
つ
い
て
、
薫
が
話
す
部
分
で
、
主
語
は
「
は
か
な
き
女
房
」
、
つ
ま
り
「
頼
り
ど
こ
ろ
も
な

い
身
分
の
低
い
女
房
」
を
指
し
て
い
る
。
一
文
は
、
そ
う
い
う
女
房
た
ち
が
「
前
後
の
区
別
も
つ
か
な
く
な
っ
て
は
、
山
林
に
入
り
こ
ん
だ

り
、
思
い
も
か
け
ぬ
田
舎
者
に
な
っ
た
り
な
ど
、
哀
れ
に
あ
て
も
な
く
散
ら
ば
っ
て
い
た
の
が
多
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
な
り
、
ス
ズ
ロ
は
、

ま
さ
か
そ
う
な
る
は
ず
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
予
期
に
反
し
て
、
田
舎
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
女
房
た
ち
の
不
満
を
述

べ
て
い
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
は
B
の
「
不
本
意
で
あ
る
」
　
「
と
ん
で
も
な
く
ひ
ど
い
」
の
意
に
と
れ
る
。

続
い
て
、
C
の
意
味
に
と
れ
る
ス
ズ
ロ
は
左
の
二
例
に
な
る
。

。
心
憂
き
身
に
は
す
ず
う
な
る
こ
と
も
い
と
苦
し
く
・

●

〈
浮
舟
V

。
か
か
る
御
住
ま
ひ
は
、
す
ず
う
な
る
こ
と
も
、
あ
は
れ
知
る
こ
そ
世
の
常
の
こ
と
な
れ
。

〈
手
習
V
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初
め
の
例
は
、
中
の
君
が
、
薫
の
こ
と
を
話
題
に
し
た
匂
宮
に
懸
命
に
抗
弁
す
る
場
面
で
、
一
文
は
「
私
の
よ
う
に
情
け
な
い
身
の
上
で

は
、
そ
う
い
う
つ
ま
ら
な
い
冗
談
ご
と
も
ほ
ん
と
う
に
つ
ろ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
な
る
。
次
の
例
は
、
妹
尼
が
浮
舟
に
向
か
っ
て
「
こ
の
よ

う
な
所
に
お
暮
ら
し
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
た
ら
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
も
、
人
の
情
け
を
分
か
る
の
が
世
の
常
と
い
う
も
の
で
す
」
と
、

な
だ
め
す
か
す
よ
う
に
書
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
ス
ズ
ロ
は
、
根
も
葉
も
な
く
面
白
味
に
欠
け
る
様
子
に
つ
い
て
雷
い
、
C
の

「
風
情
が
な
い
」
「
つ
ま
ら
な
い
」
に
と
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
二
例
と
も
連
体
形
で
、
体
言
「
こ
と
」
に
か
か
っ
て
い
る
な
ど
、
用
法
的

に
も
よ
く
似
て
い
る
。

続
い
て
D
の
「
何
と
な
く
」
「
わ
け
も
な
く
」
の
意
に
と
れ
る
ス
ズ
ロ
は
計
一
八
例
見
え
、
用
例
数
か
ら
言
う
と
、
『
源
氏
物
語
b
の
中

で
は
最
も
多
い
。
例
を
少
し
挙
げ
て
み
よ
う
。

。
気
色
あ
る
言
葉
は
時
々
ま
ぜ
た
ま
へ
ど
、
見
知
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
ば
、
す
ず
う
に
う
ち
嘆
か
れ
て
渡
り
た
ま
ふ
。

。
い
と
か
り
そ
め
に
世
を
思
ひ
た
ま
へ
る
気
色
、
似
る
も
の
な
く
心
苦
し
く
す
ず
う
に
も
の
悲
し
。

〈
胡
蝶
V

〈
御
法
V
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・
い
と
あ
て
に
限
り
も
な
く
聞
こ
え
て
、

ぼ
ゆ
。

心
ば
へ
あ
る
古
言
な
ど
う
ち
請
じ
た
ま
ひ
て
過
ぎ
た
ま
ふ
ほ
ど
、

す
ず
う
に
わ
づ
ら
は
し
く
お

　
　
　
　
　
　
〈
東
屋
〉

初
め
の
「
胡
蝶
」
の
例
は
、
光
源
氏
が
玉
豊
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
た
個
所
で
、
一
文
は
「
わ
け
の
あ
り
そ
．
つ
な
言
葉
は
と
き
ど

き
混
ぜ
て
は
話
を
な
さ
る
け
れ
ど
、
　
（
玉
墨
ガ
）
気
づ
か
な
い
様
子
を
し
て
い
る
の
で
、
　
（
源
氏
ハ
）
な
ん
と
な
く
嘆
か
わ
し
く
お
思
い
に

な
っ
て
お
帰
り
に
な
る
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
次
の
「
御
法
」
の
例
は
、
　
「
（
紫
ノ
上
ガ
）
こ
の
世
を
一
時
的
な
と
こ
ろ
と
思
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
ご
様
子
が
何
も
の
に
も
例
え
ら
れ
な
い
程
痛
々
し
く
、
わ
け
も
な
く
も
の
悲
し
く
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
最
後

の
「
東
屋
」
は
「
（
匂
宮
ガ
）
ま
こ
と
に
上
品
に
こ
の
上
な
く
よ
い
お
声
で
趣
の
あ
る
古
歌
な
ど
を
口
ず
さ
ん
で
お
過
ぎ
に
な
る
」
の
を
、

中
の
君
が
「
な
ん
と
な
く
め
ん
ど
う
で
気
に
か
か
る
」
と
感
じ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

右
の
三
例
の
場
合
、
い
ず
れ
も
ス
ズ
ロ
は
連
用
形
と
し
て
、
下
の
用
書
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
用
言
は
「
う
ち
嘆
か
る
」
「
も
の
悲



し
」
「
わ
づ
ら
は
し
く
お
ぼ
ゆ
」
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
動
作
・
作
用
を
伴
わ
な
い
心
情
表
現
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ズ
ロ

は
目
的
や
理
由
が
な
く
、
気
の
向
く
ま
ま
に
進
ん
で
い
く
さ
ま
を
述
べ
て
は
い
て
も
、
そ
こ
に
は
顕
著
な
動
き
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、

A
で
は
な
く
、
D
の
意
味
に
な
る
。
な
お
、
『
源
氏
物
語
』
の
D
に
属
す
る
他
の
ス
ズ
ロ
の
例
を
見
る
と
、
ま
ず
、
す
べ
て
が
連
用
形
ス
ズ

ロ
ニ
の
形
で
、
副
詞
的
に
他
の
用
言
に
か
か
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
か
か
つ

て
行
く
用
書
を
調
べ
て
み
る
と
、
形
容
詞
の
「
す
さ
ま
じ
」
「
恋
し
」
「
か
な
し
」
「
あ
さ
ま
し
」
「
心
ぼ
そ
し
」
「
苦
し
」
「
恥
つ
か
し
」

そ
し
て
、
形
容
動
詞
の
「
な
み
だ
が
ち
な
り
」
「
も
の
あ
は
れ
な
り
」
「
た
の
み
が
ほ
な
り
」
な
ど
、
心
情
表
現
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

し
か
も
、
そ
の
心
情
は
、
人
間
の
寂
し
さ
、
悲
し
さ
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
と
れ
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。

た
だ
、
か
か
っ
て
行
く
用
言
が
動
詞
の
場
合
に
は
、
　
「
起
き
あ
か
す
」
や
「
ゐ
暮
ら
す
」
、
そ
し
て
「
笑
み
て
聞
き
居
た
り
」
と
か
「
心
地

あ
く
が
れ
に
け
り
」
な
ど
と
な
り
、
必
ず
し
も
悲
し
く
寂
し
い
感
じ
に
と
れ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、

少
な
く
と
も
形
容
詞
・
形
容
動
詞
へ
の
か
か
り
方
か
ら
判
断
す
る
と
、
ス
ズ
ロ
が
「
わ
け
も
な
く
」
「
な
ん
と
な
く
」
と
い
う
D
の
意
で
用

い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
お
お
む
ね
、
明
る
く
晴
れ
や
か
な
語
と
共
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
E
の
ス
ズ
ロ
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
出
任
せ
で
分
別
が
な
い
こ
と
を
言
い
、
　
「
い
い
加
減
な
」
　
「
で
た
ら
め
な
」
の
意

味
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
一
四
例
と
、
D
に
次
い
で
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
も
少
し
例
を
挙
げ
て

説
明
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

。
か
う
心
う
く
な
お
は
せ
そ
。
す
ず
う
な
る
人
は
、
か
う
は
あ
り
な
む
や
。

〈
着
紫
V

。
ほ
ど
さ
へ
あ
は
れ
な
る
空
の
け
し
き
に
、

ま
に
思
し
乱
れ
た
る
を
…

な
ぞ
や
心
づ
か
ら
今
も
昔
も
す
ず
う
な
る
こ
と
に
て
、

身
を
は
ふ
ら
か
す
ら
む
と
、
さ
ま
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
明
石
V

。
人
少
な
に
い
と
あ
や
し
き
御
歩
き
な
れ
ば
、

ま
ど
は
し
け
る
。

す
ず
う
な
ら
む
物
の
走
り
出
で
来
た
ら
む
も
い
か
さ
ま
に
と
、

さ
ぶ
ら
ふ
か
ぎ
り
心
を
ぞ

　
　
　
　
　
〈
浮
舟
〉
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一
番
初
め
の
「
若
紫
」
の
例
は
、
紫
の
上
を
二
条
院
に
迎
え
た
源
氏
が
発
し
た
言
葉
で
、
解
釈
す
る
と
「
こ
ん
な
つ
く
づ
く
情
け
な
く
い

や
に
な
る
よ
う
な
目
に
あ
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
い
い
加
減
な
気
持
ち
の
人
が
こ
ん
な
に
尽
く
す
も
の
で
す
か
」
と
な
る
。
紫
の
上
に
一

生
懸
命
尽
く
し
て
い
る
と
自
負
す
る
源
氏
が
、
た
だ
の
出
任
せ
で
こ
ん
な
に
出
来
る
わ
け
が
な
い
と
開
き
直
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ス
ズ
ロ

は
連
体
形
ス
ズ
ロ
ナ
ル
の
形
を
と
り
、
下
に
来
る
体
言
「
人
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
次
の
「
明
石
」
の
例
は
、
源
氏
に
赦
免
の
宣
旨
暴
下
り
、

い
よ
い
よ
明
石
の
君
と
別
れ
て
帰
京
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
時
の
文
で
、
「
な
ぞ
や
」
か
ら
「
は
ふ
ら
か
す
ら
む
」
ま
で
が
、
源
氏
の
心
内

語
に
な
っ
て
い
る
。
書
き
出
し
の
「
ほ
ど
」
は
仲
秋
の
季
節
を
指
し
、
副
助
詞
「
さ
へ
」
に
は
、
明
石
一
家
の
哀
れ
に
加
え
て
時
候
ま
で
も

と
い
う
添
加
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
文
は
「
時
節
ま
で
が
し
み
じ
み
と
し
た
感
じ
の
す
る
空
の
様
子
で
あ
る
に
つ
け

て
も
、
『
ど
う
し
て
自
ら
の
心
に
よ
っ
て
、
今
も
昔
も
無
分
別
な
恋
路
に
憂
き
身
を
や
つ
す
の
だ
ろ
う
』
と
あ
れ
こ
れ
思
い
悩
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
を
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
先
の
例
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
ス
ズ
ロ
は
連
体
形
と
し
て
、
下
の
「
こ
と
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

最
後
の
「
浮
舟
」
の
例
は
、
浮
舟
に
逢
う
た
め
に
、
供
人
も
あ
ま
り
連
れ
ず
、
身
な
り
を
や
つ
し
て
忍
び
歩
き
を
し
て
い
る
匂
宮
の
こ
と
を
、

お
付
き
の
者
た
ち
が
「
で
た
ら
め
な
何
者
か
が
と
び
出
し
て
き
た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
心
配
す
る
と
こ
ろ
で
、
ス
ズ
ロ
は
「
若
紫
」

や
「
明
石
」
の
例
と
違
い
、
未
然
形
で
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
未
然
形
は
す
ぐ
下
に
仮
定
・
娩
曲
の
意
を
示
す
助
動
詞
の
ム
が
来
て
、

そ
の
下
の
体
言
「
物
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
は
「
ス
ズ
ロ
ナ
ル
物
」
と
し
て
も
い
い
と
こ
ろ
だ
が
、
は
っ
き
り
そ
う
か
ど

う
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
　
「
ス
ズ
ロ
ナ
ラ
ム
物
」
と
、
遠
ま
わ
し
な
言
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
実
際
に
は
「
ス
ズ
ロ
ナ
ラ

ム
物
」
つ
ま
り
「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
物
」
は
、
分
別
の
な
い
追
い
剥
ぎ
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
こ
の

最
後
の
例
も
、
直
接
で
は
な
い
が
、
ス
ズ
ロ
ナ
ル
は
下
に
来
る
体
言
を
修
飾
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
E
ス
ズ
ロ
の
他
の
例
を
見
る
と
、
す
べ
て
連
体
形
と
し
て
使
わ
れ
、
す
ぐ
下
の
体
言
に
か
か
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
体
言
は
「
や
う
」
「
わ
ざ
」
な
ど
の
形
式
名
詞
を
は
じ
め
、
「
心
地
」
「
車
」
「
継
子
か
し
づ
き
i
継
子
ヲ
大
事
二

育
テ
ル
コ
ト
ー
」
「
春
属
の
人
－
家
来
衆
i
」
「
な
げ
き
ー
タ
メ
息
ー
」
な
ど
、
き
わ
め
て
多
種
多
様
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
で
も
物
で
も

あ
る
い
は
抽
象
的
事
項
で
も
、
そ
れ
が
分
別
に
欠
け
、
い
い
加
減
で
で
た
ら
め
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
ス
ズ
ロ
を
冠
し
て
使
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

続
い
て
、
F
の
ス
ズ
ロ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
言
い
、
　
「
む
や
み
に
」
　
「
や
た
ら
に
」

と
訳
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
合
討
八
例
出
て
来
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
三
つ
ほ
ど
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
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。
よ
う
つ
に
仕
う
ま
つ
り
営
む
を
、
い
と
ほ
し
う
す
ず
う
な
り
と
思
せ
ど
・

〈
明
石
〉

。
ま
し
て
若
や
か
な
る
上
達
部
な
ど
は
、

な
り
。

思
ふ
心
な
ど
も
の
し
た
ま
ひ
て
、
す
ず
う
に
心
げ
さ
う
し
た
ま
ひ
つ
つ
、

常
の
年
よ
り
も
こ
と

　
　
　
〈
初
音
〉

。
若
き
人
は
い
と
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
て
、

ず
。

め
で
き
こ
え
て
、
す
ず
う
に
恋
ひ
た
て
ま
つ
る
に
、

世
の
中
の
つ
つ
ま
し
さ
も
お
ぼ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
東
屋
〉

初
め
の
「
明
石
」
の
例
は
、
明
石
の
入
道
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
世
話
を
受
け
た
源
氏
が
「
い
と
ほ
し
う
す
ず
う
な
り
1
気
ノ
毒
デ
ヤ
リ
過
ギ

デ
ア
ル
（
コ
ン
ナ
ニ
マ
デ
シ
テ
ク
レ
ナ
ク
テ
モ
イ
イ
ノ
ニ
：
こ
ー
」
と
お
思
い
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
明
石
の
入
道
の
世
話
の
仕
方

が
、
常
軌
を
逸
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ス
ズ
ロ
は
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
述
べ
る
語
と
と
れ
る
。
な
お
、
こ
の
例
で
は
、
ス
ズ
ロ
が
終

止
形
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
終
止
形
ス
ズ
ロ
が
出
て
来
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
次
の
「
初
音
」
の

巻
は
、
玉
璽
に
関
心
を
寄
せ
る
若
い
上
達
部
が
主
語
と
な
り
、
ス
ズ
ロ
は
下
の
「
心
げ
さ
う
す
」
と
い
う
語
に
か
か
っ
て
い
る
。
「
心
げ
さ

う
（
化
粧
）
す
」
は
「
自
然
と
気
持
ち
が
緊
張
し
改
ま
っ
た
気
分
に
な
る
」
の
意
を
示
す
サ
変
動
詞
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
一
文
は
「
ま
し
て

年
の
若
い
上
達
部
な
ど
は
、
思
い
を
秘
め
た
気
持
ち
も
お
あ
り
で
あ
る
か
ら
、
や
た
ら
に
緊
張
し
改
ま
っ
た
気
分
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
、
例
年
と
は
格
別
な
も
の
が
あ
る
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
玉
髭
を
意
識
し
た
年
若
の
上
達
部
の
胸
の
と
き
め
き
は
、
か
な
り
程
度

が
激
し
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
番
目
の
「
東
屋
」
の
例
で
は
、
今
度
は
若
い
女
房
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
。
ス
ズ
ロ
は
「
恋
ひ
た
て

ま
つ
る
」
と
い
う
語
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
相
手
は
薫
を
指
し
、
一
文
は
「
若
い
女
房
は
薫
の
姿
を
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
拝
見
し
た
だ
け

で
感
嘆
し
、
む
や
み
に
お
慕
い
申
し
上
げ
る
の
で
、
世
間
へ
の
気
が
ね
な
ど
考
え
ら
れ
も
し
な
い
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

薫
へ
の
慕
い
方
が
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
言
い
、
ス
ズ
ロ
は
や
は
り
「
無
性
に
」
と
か
「
や
た
ら
に
」
と
か
、
程
度
の
は
な
は
だ

し
い
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。
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以
上
掲
げ
た
三
例
を
除
く
F
の
ス
ズ
ロ
は
、
す
べ
て
連
用
形
ス
ズ
ロ
ニ
の
形
で
用
い
ら
れ
、
下
に
来
る
語
を
修
飾
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
か
か
っ
て
行
く
語
は
、
　
「
高
し
」
「
恋
し
」
と
い
う
形
容
詞
の
他
に
、
「
語
り
愁
ふ
ー
コ
ボ
シ
訴
エ
ル
」
「
涙
も
ろ
に
あ
る
i
涙
モ
ロ

イ
モ
ノ
ナ
ノ
ダ
」
「
あ
だ
へ
隠
す
1
悪
フ
ザ
ケ
ヲ
シ
テ
隠
ス
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
用
法
的
に
は
言
い
切
り
の
形
で
用
い

ら
れ
た
り
、
自
由
に
他
の
語
に
か
か
っ
た
り
し
、
意
味
的
に
は
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
表
し
て
い
る
も
の
が
、
F
の
ス
ズ
ロ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
A
～
F
ま
で
用
例
に
当
た
り
な
が
ら
見
て
来
た
ス
ズ
ロ
は
、
す
で
に
『
伊
勢
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
で
考
察
を
済
ま
せ

た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
他
に
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
右
の
六
つ
の
意
味
群
に
は
含
ま
れ
な
い
新
し
い
も
の
が
二
種
出
て
来
る
。
一
つ

目
は
左
の
よ
う
な
も
の
で
、
全
部
で
三
例
見
え
る
。
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。
す
こ
し
ね
ぶ
た
げ
な
る
読
経
の
、
絶
え
絶
え
す
ご
く
聞
こ
ゆ
る
な
ど
、
す
ず
う
な
る
人
も
、
所
が
ら
も
の
あ
は
れ
な
り
。
〈
若
紫
〉

。
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
女
房
二
人
ば
か
り
あ
れ
ど
、
す
ず
う
な
る
男
の
う
ち
入
り
来
た
る
な
ら
ば
こ
そ
は
、
こ
は
い
か
な
る
こ
と
そ
と
も
参
り

寄
ら
め
、
う
と
か
ら
ず
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
御
仲
ら
ひ
な
め
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宿
木
〉

。
す
ず
う
な
る
人
を
し
る
べ
に
て
、
そ
の
心
寄
せ
を
思
ひ
知
り
始
め
な
ど
し
た
る
過
ち
ば
か
り
に
思
え
劣
る
身
に
こ
そ
．
・
〈
浮
舟
V

初
め
の
「
若
紫
」
の
例
は
、
紫
の
上
に
会
っ
た
源
氏
が
尼
君
に
意
中
を
訴
え
る
前
の
文
で
、
「
少
し
眠
た
そ
う
な
読
経
の
声
が
と
ぎ
れ
と

ぎ
れ
に
、
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
身
に
沁
み
て
聞
こ
え
る
の
な
ど
、
ス
ズ
ロ
ナ
ル
人
も
場
所
が
場
所
な
の
で
、
わ
け
も
な
く
し
み
じ
み
と
し
た
気

分
に
な
る
」
と
通
釈
出
来
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
の
ス
ズ
ロ
ナ
ル
人
は
「
物
の
あ
わ
れ
を
解
し
な
い
よ
う
な
人
」
、
つ
ま
り
「
無
関
心
な
人
」

の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
人
で
さ
え
、
し
み
じ
み
と
し
た
思
い
に
な
る
こ
の
場
の
雰
囲
気
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
や
物

の
あ
わ
れ
を
人
一
倍
感
じ
る
源
氏
は
、
あ
れ
こ
れ
思
案
が
つ
き
な
い
と
い
う
文
が
、
こ
の
後
に
続
い
て
い
る
。
二
番
目
の
「
宿
木
」
の
例
は

中
の
君
に
言
い
寄
る
薫
の
こ
と
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
中
の
君
付
き
の
女
房
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
。
一
文
は
「
近
く
に
控
え
て
い
る
女
房



は
二
人
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
ス
ズ
ロ
ナ
ル
男
が
入
っ
て
来
た
な
ら
、
こ
れ
は
何
事
か
と
お
そ
ば
へ
寄
っ
て
ま
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、

（
薫
ハ
）
か
ね
て
か
ら
親
し
く
お
付
き
合
い
申
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
間
柄
の
こ
と
な
の
で
」
と
な
り
、
そ
の
後
に
そ
れ
な
り
の
事
情
が
あ
る

の
だ
ろ
う
と
察
し
て
、
女
房
た
ち
は
遠
慮
し
て
無
関
心
を
装
い
退
い
た
と
い
う
文
が
こ
の
後
に
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
ス
ズ
ロ
ナ

ル
男
は
「
無
関
心
で
何
の
用
件
も
な
い
男
」
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ス
ズ
ロ
そ
の
も
の
は
、
先
の
「
若
紫
」
の
例
と
同
じ
義

に
と
れ
る
。
最
後
の
「
浮
舟
」
の
例
は
、
中
の
君
の
心
内
語
で
、
ス
ズ
ロ
ナ
ル
人
は
薫
を
指
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
は
薫
を
頼
り
に

し
て
、
そ
の
親
切
を
有
難
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
り
な
ど
し
た
私
の
過
失
が
も
と
で
、
夫
で
あ
る
匂
宮
の
信
頼
が
劣
る
身
の
上
と
な
っ
た
の

だ
と
、
中
の
君
が
思
い
続
け
る
と
こ
ろ
で
、
ス
ズ
ロ
ナ
ル
人
は
、
「
特
に
縁
故
の
あ
る
わ
け
で
も
な
い
人
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

こ
こ
も
先
の
「
若
紫
」
や
「
宿
木
」
の
例
と
同
じ
く
、
ス
ズ
ロ
は
「
無
関
係
な
」
の
意
味
に
と
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
無
関
心
な
」
「
無

関
係
な
」
の
意
を
表
す
ス
ズ
ロ
は
、
初
め
て
こ
の
『
源
氏
物
語
』
に
な
っ
て
出
て
来
た
も
の
な
の
で
、
こ
れ
を
以
後
、
新
し
く
G
と
し
て
付

け
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

次
に
も
う
一
つ
の
新
し
い
意
味
は
、
わ
ず
か
一
例
し
か
出
て
来
な
い
が
、
左
に
記
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

。
何
心
も
な
く
参
り
て
、
か
か
る
事
ど
も
の
あ
る
を
人
は
い
か
が
見
ん
、

す
ず
う
に
む
つ
か
し
き
わ
ざ
か
な
と
思
ひ
わ
ぶ
れ
ど
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
蜻
蛉
V

右
の
文
で
は
「
何
心
も
な
く
」
か
ら
「
わ
ざ
か
な
」
ま
で
が
、
浮
舟
に
付
い
て
い
た
女
房
、
侍
従
の
心
内
語
と
な
っ
て
い
る
。
浮
舟
の
死

後
、
匂
宮
は
、
も
と
も
と
浮
舟
に
と
準
備
し
た
品
々
を
、
浮
舟
に
ゆ
か
り
の
あ
る
侍
従
へ
の
引
き
出
物
と
し
て
下
賜
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

侍
従
は
「
こ
の
よ
う
な
頂
戴
物
が
あ
る
の
を
、
他
の
女
房
た
ち
が
ど
う
思
う
こ
と
か
、
ス
ズ
ロ
ニ
面
倒
な
こ
と
に
な
っ
た
」
と
困
惑
す
る
。

よ
っ
て
、
こ
こ
の
ス
ズ
ロ
ニ
は
、
自
分
で
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
品
々
を
頂
い
た
こ
と
か
ら
、
「
思
い
も
よ
ら
ぬ
」
の
意
に
と
る
の
が
適

当
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
な
る
と
、
こ
の
ス
ズ
ロ
は
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
来
た
中
の
、
B
に
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ
、
B
の
場
合
に
は
「
思
い

が
け
な
い
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
に
不
快
な
感
じ
を
伴
っ
て
い
た
が
、
右
の
例
は
特
に
そ
う
い
う
感
情
と
は
関
係
な
く
、
と
も
か
く
意
外

で
、
び
っ
く
り
し
た
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
も
今
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
意
味
と
と
り
、
H
と
し
て
追

加
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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以
上
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
A
～
F
に
加
え
て
、
新
し
く
左
の
二
つ
の
意
味
が
出
て
来
た
こ
と
に
な
る
。

G
・
…
（
心
を
引
か
れ
る
こ
と
も
な
く
、
か
か
わ
り
の
な
い
さ
ま
を
言
い
）

無
関
心
な
、
無
関
係
な
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H
・
…
（
予
期
し
な
か
っ
た
こ
と
が
出
現
し
て
驚
い
た
さ
ま
を
言
い
）

思
い
が
け
ず
、
意
外
に

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
、
中
古
を
代
表
す
る
三
つ
の
作
品
『
伊
勢
翅
諾
』
『
枕
草
子
』
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
ス
ズ
ロ
の
意
味
．
用
法
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
て
来
た
が
、
だ
い
ぶ
紙
数
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
ス
ズ
ロ
の
用
例
数
が
思
っ
た
よ
り
多
く
、
意
味
認
定
を

す
る
に
あ
た
っ
て
、
か
な
り
詳
し
く
説
明
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
今
ま
で
A
～
H
ま
で
八
つ
に
分
け
て
見
て
来
た
ス
ズ
ロ
の
意
味

は
、
は
た
し
て
他
の
中
古
の
作
品
で
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
ま
た
、
中
世
以
降
も
引
き
続
き
出
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

そ
し
て
、
八
つ
の
意
味
は
、
ど
れ
が
基
本
的
な
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
派
生
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
さ
ら
に
、
音
韻
交

替
し
た
ソ
ゾ
ロ
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
次
号
以
後
に
調
査
結
果
を
述
べ
る
こ
と
に
し
、

ひ
と
ま
ず
今
回
は
こ
の
辺
で
、
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
つ
つ
、
筆
を
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
（
注
5
）

注
1
定
家
本
系
統
は
、
さ
ら
に
天
福
本
、
武
田
本
、
流
布
本
の
三
つ
に
分
か
れ
る
と
い
う
。
諸
本
の
系
統
に
つ
い
て
は
『
伊
勢

物
語
に
就
き
て
の
研
究
1
』
校
本
篇
（
池
田
亀
鑑
　
昭
和
3
3
．
3
．
3
0
　
有
精
堂
　
）
に
詳
し
い
。

注
2
阿
波
国
文
庫
（
旧
蔵
）
本
は
、
神
宮
文
庫
本
系
統
の
諸
本
の
一
つ
で
、
鈴
木
知
太
郎
博
士
に
よ
っ
て
、
昭
和
3
5
年
に
紹

介
さ
れ
た
。
（
『
武
蔵
野
文
学
七
』
）
　
江
戸
初
期
の
書
写
で
、
同
じ
神
宮
文
庫
本
系
統
の
谷
森
（
善
臣
旧
蔵
）
本
と

よ
く
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
　
（
　
『
伊
勢
惣
譜
に
就
き
て
の
研
究
3
』
補
遺
篇
．
索
引
篇
．
図
録
篇
　
　
大
津
有
一

昭
和
3
6
・
1
2
・
2
0
　
有
精
堂
　
三
五
七
ぺ
ー
ジ
参
照
　
）



注
3
タ
ク
ブ
ラ
と
タ
コ
ム
ラ
は
ブ
と
ム
も
交
替
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
バ
行
、
マ
行
が
共
に
両
唇
音
で
盛
ん
に
交
替
す
る
た
め
、

（
例
　
ケ
ブ
リ
〈
煙
V
　
エ
　
ケ
ム
リ
、
　
ス
サ
プ
〈
荒
〉
　
丁
　
ス
サ
ム
な
ど
　
）
対
応
例
と
し
て
考
え
て
問
題
は
な
い
。

注
4

一
四
段
以
外
の
ス
ズ
ロ
が
『
伊
勢
物
語
』
の
他
の
諸
本
で
ど
う
書
か
れ
て
い
る
の
か
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
七
八
段

が
伝
肖
柏
筆
本
で
ソ
ゾ
ロ
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
本
は
宮
内
庁
図
書
寮
蔵
で
、
古
本
系
統
に
属
す
る
。
　
（
『
伊
勢
物
語

に
就
き
て
の
研
究
2
』
研
究
篇
池
田
亀
鑑
　
昭
和
3
3
・
1
0
・
3
0
有
精
堂
　
二
〇
四
ペ
ー
ジ
　
参
照
　
）

な
お
、
こ
の
例
か
ら
も
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
の
揺
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
他
、
九
段
、
一
四
段
、
一
一
六
段
の
ス

ズ
ロ
が
い
ず
れ
も
最
福
寺
本
で
は
ス
ゾ
ロ
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
本
は
神
奈
川
県
三
崎
市
の
最
福
寺
が
所
蔵
し
、
伝
肖
柏

筆
本
と
同
じ
く
古
本
系
統
に
属
し
て
い
る
。
書
風
か
ら
す
る
と
南
北
朝
以
前
の
筆
写
と
考
え
ら
れ
る
ら
し
い
が
、
い
ず
れ

に
し
ろ
、
ス
ゾ
ロ
は
ス
ズ
ロ
が
ソ
ゾ
ロ
に
移
行
す
る
時
の
中
間
の
形
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
後
で
取
り
挙
げ
て
詳
し
く
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
5
今
回
の
調
査
で
底
本
と
し
た
の
は
、
『
伊
勢
物
語
』
と
『
枕
草
子
』
が
旧
版
の
岩
波
古
典
文
学
大
系
、

旧
版
の
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
は
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